
は
じ
め
に

『
枕
草
子
』
に
登
場
す
る
右
近
内
侍
は
、
一
条
天
皇
付
き
の
内
裏
の
女
房
で

あ
る
。
出
自
は
未
詳
な
が
ら
も
当
時
の
男
性
貴
族
が
記
し
た
日
記
で
は
、
藤
原

行
成
が
記
し
た
『
権
記
』、
藤
原
道
長
が
記
し
た
『
御
堂
関
白
記
』
に
見
え
る

ほ
か
、
源
時
明
の
家
集
『
時
明
集
』
の
詞
書
に
も
そ
の
名
が
登
場
す
る
。

『
栄
花
物
語
』
巻
五
「
浦
浦
の
別
」
に
あ
る
記
述
に
よ
る
と
、
中
宮
定
子
が

脩
子
内
親
王
や
敦
康
親
王
を
出
産
し
た
時
、
右
近
内
侍
は
そ
の
御
湯
殿
に
奉
仕

す
る
な
ど
、
定
子
と
も
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

『
枕
草
子

(

１)

』
で
は
、
第
六
段
「
翁
丸
章
段
」
と
第
八
三
段
「
雪
山
章
段
」
と

い
っ
た
長
編
章
段
の
ほ
か
、
第
九
六
段
「
職
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
八
月
十
よ

日
の
月
明
き
夜
」
と
第
二
二
四
段
「
細
殿
に
便
な
き
人
な
む
」
の
短
編
章
段
に

右
近
内
侍
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
日
記
的
章
段
で
合
計
四
章
段
、
六
場
面
に

登
場
し
て
お
り
、
内
裏
の
女
房
で
あ
り
な
が
ら
定
子
の
元
に
よ
く
出
入
り
し
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
い
ず
れ
の
場
面
に
お
い
て
も
、
脇
役
と
し
て
そ
の

言
動
が
記
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
右
近
内
侍
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
そ

れ
ら
の
場
面
が
急
展
開
し
て
い
る
点
は
、
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

私
は
『
枕
草
子
』
の
章
段
内
構
成
を
分
析
す
る
に
当
た
り
、
書
き
手
が
「
出

来
事
」
を
「
書
く
内
容
」
と
し
て
ま
と
め
、
順
序
立
て
て
話
を
再
構
成
す
る

時
、
そ
の
展
開
と
表
現
を
有
機
的
に
絡
み
合
わ
せ
、
結
果
と
し
て
章
段
全
体
の

構
成
が
緊
密
に
な
る
よ
う
に
話
題
の
軸
を
設
定
し
、
そ
れ
を
中
心
に
意
図
的
に

計
算
し
て
書
い
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
て
き
た

(

２)

。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
一
条
天
皇
の
時
代
に
お
け
る
右
近
内
侍
の
位
置
付
け
を

考
察
す
る
。
次
に
、『
枕
草
子
』
に
お
い
て
右
近
内
侍
が
登
場
す
る
四
章
段
、

六
場
面
す
べ
て
を
と
り
あ
げ
、
書
き
手
が
右
近
内
侍
を
登
場
人
物
と
し
て
記
述

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
場
面
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
細
か
く

分
析
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
書
き
手
が
意
図
し
た
、
登
場
人
物
と
し
て
の
右
近

内
侍
の
役
割
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
。
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一
、
右
近
内
侍
に
つ
い
て

―
同
時
代
の
記
録
類
か
ら
―

ま
ず
は
じ
め
に
、
一
条
天
皇
の
時
代
の
記
録
か
ら
、
右
近
内
侍

(

３)

に
つ
い
て
の

記
述
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
蔵
人
頭
右
大
弁
の
藤
原
行
成
は
、『
権
記

(

４)

』
長

保
元
年
（
九
九
九
）
七
月
二
一
日
条
に
「
右
近
」
の
名
を
記
し
て
い
る
。

〈
資
料
一
〉『
権
記
』
長
保
元
年
七
月
二
一
日
条

廿
一
日
、
早
朝
参
内
、
以
交
易
絹
支
配
女
房
、
三
位
六
疋
、
民
部
・
大

輔
・
衛
門
・
宮
内
各
五
疋
以
上
御
乳
母
四
人
、
進
・
兵
衛
・
右
近
・
源
掌

侍
・
靱
負
掌
侍
・
前
掌
侍
・
少
将
掌
侍
・
馬
・
左
京
・
侍
従
・
右
京
・

駿
河
・
武
蔵
・
左
衛
門
・
左
近
・
少
納
言
・
内
膳
・
今
十
九
人
各
四
疋
、

中
務
・
右
近
各
三
疋
、
女
史
命
婦
二
疋
、
得
選
二
人
各
二
疋
、
上
刀
自

一
人
一
疋
、

こ
れ
は
出
羽
国
か
ら
進
上
さ
れ
た
臨
時
交
易
の
絹
を
、
内
裏
の
女
房
た
ち
に

支
給
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
蔵
人
頭
藤
原
行
成
は
「
早
朝
参
内
、
交
易
の

絹
を
以
て
女
房
に
支
配
す
」
と
し
て
、
以
下
具
体
的
に
配
布
し
た
絹
の
分
量
と

女
房
の
名
を
具
体
的
に
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
乳
母
の
次
に
記
さ
れ
る
集
団
に

そ
の
名
が
見
え
る
右
近
（
掌
侍

な
い
し
の
じ
ょ
う

）
は
、
進
や
兵
衛
ら
と
共
に
、
四
疋
の
絹
を

支
給
さ
れ
た
と
あ
る
。

藤
原
道
長
は
、『
御
堂
関
白
記

(

５)

』
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
五
月
二
日
条
に

「
掌
侍
（
右
）
近
」
の
名
を
記
し
て
い
る
。

〈
資
料
二
〉『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
二
年
五
月
二
日
条

二
日
、
己
酉
、
参
内
、
臨
時
御
読
経
定
僧
名
、
御
論
議
間
候
御
前
、
亥
時

還
出
、
令
申
別
當
云
、
入
量
能
宿
所
盗
人
籠
前
掌
侍
近
家
、
承
宣
旨
可

左
右
者
、
可
検
者
、
右
近
令
申
云
、
不
候
盗
人
と
、
尚
尋
求
得
之
、
検

非
違
等
参
藏
人
所
令
申
此
由
、
賜
勅
禄
。

「
前
掌
侍
近
家
」
と
は
、
続
く
「
右
近
」
の
「
右
」
字
が
脱
落
し
た
も
の
と

見
ら
れ
る
か
ら
、「
前
掌
侍
右
近
家
」
の
意
と
見
ら
れ
る
。
あ
ま
り
穏
や
か
な

記
事
で
は
な
く
、
量
能
か
ず
よ
し

の
宿
所
に
入
っ
た
強
盗
が
右
近
内
侍
の
家
に
籠
城
し
、

右
近
は
「
そ
ん
な
者
は
い
な
い
」
と
答
え
て
い
た
の
だ
が
、
結
局
、
検
非
違
使

が
検
分
し
て
捕
ら
え
た
と
い
う
事
件
で
、
こ
れ
以
上
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

な
お
こ
の
記
事
か
ら
、
右
近
は
寛
弘
二
年
五
月
に
は
す
で
に
掌
侍
の
役
職
か
ら

引
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

次
に
、
私
家
集
や
歴
史
物
語
に
見
え
る
右
近
内
侍
の
記
述
を
確
認
し
た
い
。

『
時
明
集

(

６)

』
で
は
、
詞
書
に
「
右
近
内
侍
」
の
名
が
確
認
で
き
る
。

〈
資
料
三
〉『
時
明
集
』

時
明
、
讃
岐
の
守
な
ど
言
ひ
し
後
は
、
ほ
く
し

（
マ
マ
）

右
近
内
侍
に

１
　
よ
も
す
が
ら
を
や
ま
ぬ
雨
の
あ
し
し
げ
み
今
朝
の
汀
を
思
ひ
こ
そ
や
れ

又

２
　
わ
び
つ
つ
も
逢
坂
山
は
越
え
に
し
を
あ
や
し
く
関
に
ま
ど
ふ
頃
か
な

右
近
内
侍
に
、
は
や
う

25

ひ
か
げ
さ
す
雲
の
上
人
ゆ
き
ず
り
の
や
ま
ゐ
の
こ
ろ
も
い
く
へ
重
ね
つ

源
時
明
は
文
徳
源
氏
で
、
大
斎
院
選
子
に
仕
え
歌
人
と
し
て
名
高
い
馬
内
侍
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や
、『
枕
草
子
』
の
中
で
失
敗
談
が
笑
い
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
た
方
弘
の
父

で
あ
る
。
永
祚
二
年
（
九
九
〇
）
に
皇
太
后
宮
大
進
と
し
て
女
院
詮
子
に
奉
仕

し
、
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
に
讃
岐
守
を
任
三
年
で
辞
し
た
こ
と
が
、
藤
原
実

資
の
『
小
右
記

(
７)

』
長
徳
二
年
九
月
四
日
条
に
見
え
る
。『
時
明
集
』
の
第
一
番

歌
で
は
、
讃
岐
守
任
官
後
の
源
時
明
の
贈
歌
詞
書
に
「
右
近
内
侍
に
」
と
あ

り
、
二
番
歌
と
と
も
に
送
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
第
二
五
番
歌
は
巻
末
歌
で
あ

る
。
右
近
内
侍
の
返
歌
が
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
讃
岐
守
と
な
っ
て
か
ら
な
か

な
か
逢
い
に
行
け
な
く
な
っ
た
時
明
が
、
右
近
内
侍
に
対
し
て
未
練
を
訴
え
る

贈
歌
と
な
っ
て
い
る
。

『
栄
花
物
語

(

８)

』
に
は
、
一
条
天
皇
の
使
者
と
し
て
活
躍
す
る
内
裏
の
女
房
と

し
て
、
巻
五
「
浦
浦
の
別
れ
」
に
六
箇
所
、
巻
六
「
か
が
や
く
藤
壺
」
に
一
箇

所
と
、
あ
わ
せ
て
七
箇
所
に
登
場
す
る
。
順
に
検
証
し
て
み
た
い
。

〈
資
料
四
〉『
栄
花
物
語
』
巻
五
「
浦
浦
の
別
」
長
徳
二
年
（
九
九
六
）

〔
二
〇
〕
一
条
天
皇
の
思
い
や
り

淑
景
舎
は
春
宮
よ
り
常
に
御
消
息
絶
え
ず
。
内
に

(

一
条
天
皇)

は
い
み
じ
く
思
せ

ど
、
世
の
中
に
思
し
つ
つ
み
て
、
た
だ
右
近
内
侍
し
て
、
忍
び
て
御
文

な
ど
は
あ
り
け
る
。（
中
略
）
猶
ふ
り
が
た
く
、
こ
の
御
中
に
は
こ
の
宮

(

定

子

)

ぞ
す
ぐ
れ
さ
せ
給
へ
る
。

長
徳
二
年
（
九
九
六
）
夏
の
出
来
事
で
、「
世
の
中
に
思
し
つ
つ
み
て
、
た

だ
右
近
内
侍
し
て
、
忍
び
て
御
文
な
ど
は
あ
り
け
る
」
と
あ
り
、
一
条
天
皇
が

実
家
の
二
条
北
宮
に
里
下
が
り
し
て
い
る
定
子
の
も
と
へ
密
か
に
文
を
送
る
使

者
を
、
右
近
内
侍
が
勤
め
て
い
た
こ
と
を
記
し
た
記
事
で
あ
る
。

ま
た
、
定
子
が
脩
子
内
親
王
や
敦
康
親
王
を
出
産
し
た
時
の
出
来
事
を
記
し

た
場
面
で
も
、
右
近
内
侍
が
一
条
天
皇
か
ら
の
「
仰
せ
言
」
に
よ
っ
て
指
名
さ

れ
た
使
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

〈
資
料
五
〉『
栄
花
物
語
』
巻
五
「
浦
浦
の
別
」

〔
三
〇
〕
脩
子
内
親
王
誕
生
　
長
徳
二
年
十
二
月

宮
の
御
産
の
事
も
思
し
嘆
か
れ
け
り
。
十
二
月
の
廿
日
の
程
に
、
わ
ざ

と
も
悩
ま
せ
給
は
で
、
女
御
子

（
脩
子
）

生
ま
れ
さ
せ
給
へ
り
。（
中
略
）
御
湯
殿

に
は
―内
―よ
―り
―仰
―せ
―言
―に
―て
―右
―近
―内
―侍
―ぞ
―参
―り
―た
―る
。
い
と
つ
つ
ま
し
く
恐

ろ
し
き
世
な
れ
ど
も
、上
の
仰
せ
言
の
か
し
こ
さ
に
参
り
た
る
な
り
け
り
。

（
中
略
）
御
衣
の
色
よ
り
始
め
、
誰
も
う
た
て
あ
る
御
衣
ど
も
に
、
若
宮

(

脩
子)

の
物
あ
え
せ
さ
せ
給
は
ず
、
白
く
う
つ
く
し
う
お
は
し
ま
せ
ば
、
右
近
内

侍
「
あ
は
れ
、
こ
れ
を
疾
く
内
に
ご
覧
ぜ
さ
せ
奉
ら
ば
や
」
と
聞
え
さ
す
。

〔
三
二
〕
参
内
し
て
一
条
天
皇
に
奏
上
　
長
徳
二
年
十
二
月

―か
―く
―て
―右
―近
―内
―侍
―、
―七
―日
―が
―程
―過
―ぎ
―て
―内
―に
―参
―れ
―ば
、
様
々
い
み
じ
う

細
か
な
る
事
ど
も
を
せ
さ
せ
給
へ
れ
ば
、

(

右
近)「

何
を
疎
し
と
、
か
く
は
煩
は

し
き
事
ど
も
を
せ
さ
せ
給
へ
る
な
ら
む
。
た
だ
右
近
を
ば
睦
ま
じ
う
あ
な

づ
ら
は
し
き
方
に
て
と
、
上
の
思
し
め
し
て
せ
さ
せ
給
へ
る
甲
斐
な
く
、

い
か
で
か
く
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
御
事
ど
も
を
ば
。
問
は
せ
給
は
ん
に
も

奏
す
べ
き
方
候
は
ず
な
ん
」
な
ど
啓
し
て
、
返
す
返
す
か
し
こ
ま
り
て
、

や
が
て
内
へ
参
り
け
れ
ば
、
上
は
忍
び
や
か
に
召
し
て
、
日
頃
の
御
有
様
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こ
ま
か
に
問
は
せ
給
ふ
に
、
よ
ろ
づ
さ
し
ま
し
つ
つ
い
み
じ
う
あ
は
れ
に

奏
す
れ
ば
、
御
涙
も
浮
か
せ
給
ひ
て
「
げ
に
さ
ぞ
あ
ら
む
か
し
」
と
お
ぼ

し
め
し
続
け
さ
せ
給
ふ
。
―若 （
脩
子
）―宮
―の
―御
―う
―つ
―く
―し
―さ
―な
―ど
―奏
―す
―れ
―ば
、「
か
れ

を
見
ば
や
な
。（
中
略
）
あ
ひ
見
ん
事
の
い
つ
と
な
き
こ
そ
」
な
ど
、
あ

は
れ
に
語
ら
は
せ
給
ふ
。

(

右
近)「

い
み
じ
う
様
々
よ
ろ
づ
せ
さ
せ
給
へ
る
こ
そ
、

い
と
か
た
じ
け
な
く
、
か
し
こ
く
候
へ
。
え
も
い
は
ぬ
装
束
し
て
給
は
せ

た
れ
ど
、
一
日
に
と
て
な
む
納
め
て
候
ふ
」
な
ど
奏
す
れ
ば
、「
心
ば
へ

の
お
と
な
お
と
な
し
う
あ
は
れ
な
る
方
は
、
誰
か
ま
さ
ら
む
。
ま
た
人
を

あ
ま
た
見
ぬ
に
や
あ
ら
む
」
な
ど
、
い
み
じ
う
御
心
ざ
し
あ
る
や
う
に
仰

せ
ら
る
。

〔
四
〇
〕
懐
妊
し
た
定
子
へ
の
使
者
　
長
保
元
年
（
九
九
九
）

宮
は
か
く
て
御
心
地
苦
し
う
思
さ
る
れ
ば
、
せ
ち
に
聞
え
さ
せ
給
て
出

で
さ
せ
給
ひ
ぬ
。
そ
の
程
、
弘
徽
殿

(

義

子

)

、
承
香
殿

(

元

子

)

な
ど
、
参
り
こ
み
給
ふ
。

さ
れ
ど
御
心
ざ
し
の
有
様
こ
よ
な
げ
な
り
。
内
よ
り

(

一
条
帝)

は
よ
ろ
づ
に
様
々
の

お
ぼ
つ
か
な
さ
を
、
―御
―文
―ひ
―ま
―な
―し
。
大
方
に
て
日
ま
ぜ
な
ど
の
御
使
あ

り
。
―右
―近
―内
―侍
―ぞ
―、
―さ
―り
―げ
―な
―き
―伝
―へ
―人
―に
―て
―は
―候
―ひ
―け
―る
。

〔
四
四
〕
敦
康
親
王
誕
生
　
長
保
元
年
十
一
月

い
み
じ
き
御
願
の
験
に
や
、
い
と
平
ら
か
に
男
御
子

(

敦

康

)

生
ま
れ
給
ひ
ぬ
。

（
中
略
）
―御
―湯
―殿
―に
―右
―近
―内
―侍
―、
―例
―の
―参
―る
。

こ
こ
で
は
「
右
近
内
侍
ぞ
、
さ
り
げ
な
き
伝
へ
人
に
て
は
候
ひ
け
る
」（〔
四

〇
〕）
と
し
て
一
条
天
皇
か
ら
の
使
者
と
し
て
往
来
す
る
ほ
か
、「
御
湯
殿
に
は

内
よ
り
仰
せ
言
に
て
右
近
内
侍
ぞ
参
り
た
る
」（〔
三
〇
〕）
あ
る
い
は
「
御
湯

殿
に
右
近
内
侍
、
例
の
参
る
」（〔
四
四
〕）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
出
産

の
場
面
に
立
ち
会
っ
て
御
湯
殿
に
奉
仕
し
、
ま
た
産
ま
れ
て
き
た
若
宮
の
様
子

を
一
条
天
皇
に
奏
上
す
る
役
目
（〔
三
二
〕）
も
果
た
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
に
起
き
た
右
大
臣
藤
原
顕
光
の
娘
、
承
香

殿
女
御
元
子
の
懐
妊
騒
動
と
そ
の
j
末
に
対
し
て
、
右
近
内
侍
は
内
裏
に
い
る

一
条
天
皇
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
密
か
な
使
者
と
し
て
奉
仕
し
て
い
る
。

〈
資
料
六
〉『
栄
花
物
語
』
巻
五
・
巻
六

巻
五
「
浦
浦
の
別
」

〔
五
一
〕
承
香
殿
女
御
元
子
懐
妊
の
j
末
　
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
六
月

か
の
承
香
殿
女
御
、
御
生
が
月
も
過
ぎ
さ
せ
給
ひ
て
、
い
と
あ
や
し
く

音
も
な
け
れ
ば
、
よ
ろ
づ
に
せ
さ
せ
給
へ
ど
、
思
し
あ
ま
り
て
六
月
ば
か

り
に
太
秦
に
参
り
て
、
御
修
法
、
薬
師
経
の
不
断
経
な
ど
読
ま
せ
給
ふ
。

（
中
略
）
御
気
色
有
り
て
苦
し
う
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
殿

(

顕
光)

し
づ
心
な
く
思
し

騒
ぎ
て
、
―ま
―づ
―内
―に
―右
―近
―内
―侍
―の
―も
―と
―に
―御
―消
―息
―遣
―は
―し
―な
―ど
―せ
―さ
―せ

―給
―へ
―ば
、
御
前
に
奏
し
な
ど
し
て
、「
い
か
に
い
か
に
」
な
ど
御
使
あ
り
。

（
中
略
・
水
の
み
産
む
）
内
に

(

一
条
帝)

は
聞
こ
し
め
し
て
「
と
も
か
く
も
物
も
仰

せ
ら
れ
で
こ
そ
は
あ
ら
め
。
―右
―近
―が
―物
―騒
―し
―う
―言
―ひ
―て
―、
―か
―う
―物
―狂
―は

―し
―う
―は
―か
―ら
―ひ
て
、
あ
さ
ま
し
き
わ
ざ
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
た
だ
な
る
に

は
こ
よ
な
く
劣
り
て
も
あ
る
か
な
」
と
ぞ
、
い
と
ほ
し
う
思
し
め
し

け
る
。
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巻
六
「
か
が
や
く
藤
壺
」

〔
一
八
〕
一
条
天
皇
、
里
邸
の
承
香
殿
女
御
元
子
に
文
を
送
る
。

内
に

(
一
条
帝)

、
承
香
殿

(

元

子

)

を
人
知
れ
ず
お
ぼ
つ
か
な
く
思
ひ
聞
え
さ
せ
給
ひ
て
、

わ
ざ
と
の
使
者
に
は
思
し
め
し
か
け
ず
、
参
る
人
も
な
け
れ
ば
、
も
と
よ

り
＝か＝の
＝御
＝心
＝よ
＝せ
＝の
＝右
＝近
＝内
＝侍
に
な
む
、
―御
―文
―忍
―び
―や
―か
―に
―通
―は
―し
―給
―ふ
―と

―い
―ふ
―事
お
の
づ
か
ら
漏
り
聞
ゆ
れ
ば
、
殿

(

道
長)

は
と
も
か
く
も
の
給
は
せ
ぬ

に
、
い
と
か
し
こ
き
事
に
畏
ま
り
申
し
て
、
内
に
も
参
ら
ず
。
さ
れ
ば
、

殿
の
御
前

(

道

長

)

「
右
近
内
侍
が
参
ら
ぬ
こ
そ
あ
や
し
け
れ
。
己
を
見
じ
と
て
か

う
し
た
る
」
な
ど
の
給
は
せ
け
る
し
も
ぞ
、
な
か
な
か
「
げ
に
な
め
う
思

し
め
し
け
り
」
な
ど
、
人
々
思
ひ
け
る
。

定
子
に
限
ら
ず
、
元
子
の
懐
妊
と
j
末
を
記
し
た
箇
所
に
も
、
右
近
内
侍
の

名
が
見
え
る
。
巻
五
〔
五
一
〕
で
は
、
懐
妊
の
兆
し
が
見
え
た
元
子
の
様
子

を
、
父
の
顕
光
が
右
近
内
侍
を
通
じ
て
一
条
天
皇
に
奏
上
し
て
い
る
。
こ
の
懐

妊
は
想
像
妊
娠
に
終
わ
っ
た
ら
し
く
、
以
後
実
家
に
留
ま
っ
た
ま
ま
内
裏
に
戻

っ
て
こ
な
い
元
子
を
不
憫
に
思
っ
た
一
条
天
皇
は
、
密
か
に
使
者
と
し
て
右
近

内
侍
を
遣
わ
す
が
、
そ
の
時
に
「
か
の
御
心
よ
せ
の
右
近
内
侍
」
と
記
さ
れ
て

い
る
（
巻
六
〔
一
八
〕）
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

以
上
、
右
近
内
侍
が
『
栄
花
物
語
』
に
登
場
す
る
全
場
面
を
検
証
す
る
と
、

「
内
裏
の
女
房
」
で
あ
る
右
近
内
侍
は
、
出
産
に
関
わ
る
具
体
的
な
実
務
だ
け

で
は
な
く
、「
御
心
よ
せ
の
右
近
内
侍
」
と
し
て
一
条
天
皇
の
意
を
相
手
方
に

密
か
に
伝
え
る
使
者
と
し
て
の
役
目
ま
で
、
そ
の
名
を
わ
ざ
わ
ざ
挙
げ
ら
れ
て

担
当
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。『
栄
花
物
語
』
に
描
か
れ
た
右
近
内
侍

の
人
物
像
は
、
そ
の
ま
ま
一
条
朝
の
女
房
た
ち
に
と
っ
て
の
共
通
理
解
で
も
あ

っ
た

(

９)

、
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

二
、『
枕
草
子
』長
編
章
段
の
右
近
内
侍
①

―
翁
丸
章
段
―

こ
れ
ら
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、『
枕
草
子
』
に
お
け
る
右
近
内
侍

(

10)

に
つ

い
て
検
証
し
て
み
た
い
。

『
枕
草
子
』
に
お
い
て
、
右
近
内
侍
は
四
章
段
六
場
面
に
登
場

(

11)

す
る
。
い
ず

れ
も
日
記
的
章
段
で
あ
り
、
長
編
章
段
の
第
六
段
「
翁
丸
章
段
」
と
第
八
三
段

「
雪
山
章
段
」
に
二
場
面
ず
つ
、
そ
し
て
短
編
章
段
の
第
九
六
段
「
職
に
お
は

し
ま
す
こ
ろ
、
八
月
十
よ
日
の
月
明
き
夜
」
と
第
二
二
四
段
「
細
殿
に
便
な
き

人
な
む
」
に
も
記
述
が
見
ら
れ
る
。
以
下
、
章
段
順
に
考
察
し
て
み
た
い
。

第
六
段
「
翁
丸
章
段
」
は
、
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
三
月
の
一
条
院
今
内

裏
で
の
出
来
事
を
記
し
た
長
編
の
章
段
で
あ
る
。
一
条
天
皇
の
愛
猫
を
追
い
回

し
た
犬
の
翁
丸
が
、
天
皇
か
ら
「
こ
の
翁
丸
、
打
ち
調
じ
て
犬
島
へ
遣
は
せ
。

た
だ
今
」
と
の
勅
勘
を
被
る
。
そ
の
命
令
を
受
け
た
蔵
人
忠
隆
・
な
り
な
か
・

実
房
ら
が
翁
丸
を
打
ち
、
陣
の
外
に
捨
て
た
と
聞
い
て
、
清
少
納
言
た
ち
が
こ

の
犬
に
同
情
す
る
場
面
で
あ
る
。

〈
資
料
七
〉
第
六
段
「
翁
丸
章
段
」
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
三
月

Ａ
　
三
、
四
日
に
な
り
ぬ
る
昼
つ
方
、
犬
い
み
じ
う
鳴
く
声
の
す
れ
ば
、
な

ぞ
の
犬
の
か
く
久
し
う
鳴
く
に
か
あ
ら
む
と
聞
く
に
、
よ
ろ
づ
の
犬
と
ぶ
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ら
ひ
見
に
行
く
。
御
厠
人

み
か
は
や
う
ど

な
る
も
の
走
り
来
て
、「
あ
な
い
み
じ
。
犬
を

蔵
人
二
人
し
て
打
ち
給
ふ
。
死
ぬ
べ
し
。
犬
を
流
さ
せ
給
ひ
け
る
が
、
帰

り
参
り
た
る
と
て
、
調
じ
給
ふ
」
と
言
ふ
。
―心
―憂
―の
―こ
―と
―や
―、
―翁
―丸
―な
―り
。

「
忠
隆
、
実
房
な
ん
ど
打
つ
」
と
言
へ
ば
、
制
し
に
や
る
ほ
ど
に
、
か
ら

う
し
て
鳴
き
や
み
、「
死
に
け
れ
ば
陣
の
外
に
引
き
捨
て
つ
」
と
言
へ
ば
、

あ
は
れ
が
り
な
ど
す
る
夕
つ
方
、
い
み
じ
げ
に
腫
れ
、
あ
さ
ま
し
げ
な
る

犬
の
わ
び
し
げ
な
る
が
、
わ
な
な
き
あ
り
け
ば
、「

(

清
少
納
言)翁

丸
か
。
こ
の
こ
ろ
か

か
る
犬
や
は
あ
り
く
」
と
言
ふ
に
、「
翁
丸
」
と
言
へ
ど
、
聞
き
も
入

れ
ず
。

「
そ
れ
」
と
も
言
ひ
、「
あ
ら
ず
」
と
も
口
々
申
せ
ば
、

(

定
子)「

右
近
ぞ
見
知

り
た
る
。
呼
べ
」
と
て
召
せ
ば
、
参
り
た
り
。

(
定
子)「

こ
れ
は
翁
丸
か
」
と
見
せ

さ
せ
給
ふ
。

(

右
近)「

似
て
は
侍
れ
ど
、
―こ
―れ
―は
―ゆ
―ゆ
―し
―げ
―に
―こ
―そ
―侍
―る
―め
―れ
。
ま

た
『
―翁
―丸
―か
―』
―と
―だ
―に
―言
―へ
―ば
―、
―喜
―び
―て
―ま
―う
―で
―来
―る
―も
―の
―を
―、
―呼
―べ

―ど
―寄
―り
―来
―ず
。
―あ
―ら
―ぬ
―な
―め
―り
。
そ
れ
は
『
打
ち
殺
し
て
侍
り
ぬ
』
と
こ

そ
申
し
つ
れ
。
二
人
し
て
打
た
む
に
は
、
侍
り
な
む
や
」
な
ど
申
せ
ば
、

心
憂
が
ら
せ
給
ふ
。

こ
の
場
面
Ａ
で
は
、
当
の
犬
が
翁
丸
か
ど
う
か
を
判
別
す
る
た
め
に
、
中
宮

定
子
が
わ
ざ
わ
ざ
右
近
内
侍
を
呼
び
出
し
て
判
別
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
私

は
、
書
き
手
の
清
少
納
言
が
翁
丸
を
描
写
し
た
「
い
み
じ
げ
に
腫
れ
、
あ
さ
ま

し
げ
な
る
犬
の
わ
び
し
げ
な
る
が
、
わ
な
な
き
あ
り
け
ば
」
に
対
し
、
右
近
内

侍
の
会
話
文
で
「
こ
れ
は
ゆ
ゆ
し
げ
に
こ
そ
侍
る
め
れ
」
と
受
け
て
い
る
こ

と
、
お
よ
び
「「
翁
丸
」
と
言
へ
ど
、
聞
き
も
入
れ
ず
」
に
対
し
、
右
近
内
侍

の
会
話
文
で
は
「『
翁
丸
か
』
と
だ
に
言
へ
ば
、
喜
び
て
ま
う
で
来
る
も
の
を
、

呼
べ
ど
寄
り
来
ず
」
と
受
け
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

右
近
内
侍
は
「
あ
ら
ぬ
な
め
り
」（「
似
て
は
い
る
が
、
違
う
よ
う
に
見
え

る
」）
と
答
え
、
そ
の
理
由
を
二
点
あ
げ
て
い
る
。

・
「
翁
丸
」
と
呼
ん
で
も
、
こ
の
犬
は
返
事
を
し
な
い
こ
と
。

・
翁
丸
は
撲
殺
さ
れ
た
は
ず
で
、
蔵
人
二
人
が
打
ち
調
じ
た
の
だ
か
ら
ま
ず

ま
ち
が
い
な
い
こ
と
。

こ
れ
は
冷
静
な
判
断
で
あ
り
、
説
得
力
が
あ
る
と
同
時
に
、
翁
丸
に
対
す
る

配
慮
も
看
取
さ
れ
よ
う
。
も
し
こ
こ
で
右
近
内
侍
が
「
翁
丸
だ
」
と
判
定
す
れ

ば
、
こ
の
犬
は
再
度
打
た
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ

は
「
誤
審
」
で
は
な
く
、
こ
の
同
情
さ
れ
て
い
る
犬
を
救
う
た
め
の
「
機
転
」

と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
定
子
は
そ
の
発
言
を
真
に
受
け
て
が
っ
か
り

し
て
い
る
け
れ
ど
も
。

続
い
て
翌
朝
の
出
来
事
に
も
右
近
内
侍
が
登
場
す
る
。

〈
資
料
八
〉
第
六
段
「
翁
丸
章
段
」

Ｂ
　
暗
う
な
り
て
も
の
食
は
せ
た
れ
ど
食
は
ね
ば
、
あ
ら
ぬ
も
の
に
言
ひ
な

し
て
や
み
ぬ
る
つ
と
め
て
、
御
け
づ
り
髪ぐ
し

、
御
手
水
な
ど
参
り
て
、
御
鏡

を
持
た
せ
さ
せ
給
ひ
て
御
覧
ず
れ
ば
、
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
犬
の
、
柱
も
と
に

居
た
る
を
見
や
り
て
、

(

清
少
納
言)「

あ
は
れ
昨
日
、
翁
丸
を
い
み
じ
う
も
打
ち
し
か

な
。
死
に
け
む
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。
何
の
身
に
こ
の
度
は
な
り
ぬ
な
む
。

― 20―



い
か
に
侘
し
き
心
地
し
け
む
」
と
う
ち
言
ふ
に
、
こ
の
居
た
る
犬
の
ふ
る

ひ
わ
な
な
き
て
、
涙
を
た
だ
落
し
に
落
す
に
、
い
と
あ
さ
ま
し
。
さ
は
、

翁
丸
に
こ
そ
は
あ
り
け
れ
、
昨
夜
よ

べ

は
隠
れ
忍
び
て
あ
る
な
り
け
り
と
、
あ

は
れ
に
添
へ
て
、
を
か
し
き
こ
と
限
り
な
し
。
御
鏡
う
ち
置
き
て
、

(

清
少
納
言)「

さ

は
翁
丸
か
」
と
言
ふ
に
、
ひ
れ
臥
し
て
い
み
じ
う
鳴
く
。
御
前
に
も
い
み

じ
う
お
ち
笑
は
せ
給
ふ
。

右
近
の
内
侍
召
し
て
、

(
定
子)「

か
く
な
む
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
―笑
―ひ
―の
―の

―し
―る
を
、
上
に
も
聞
こ
し
め
し
て
、
渡
り
お
は
し
ま
し
た
り
。「
あ

(

一
条
天
皇)

さ
ま

し
う
、
犬
な
ど
も
か
か
る
心
あ
る
も
の
な
り
け
り
」
と
、
笑
は
せ
給
ふ
。

上
の
女
房
な
ど
も
聞
き
て
参
り
集
り
て
、
呼
ぶ
に
も
、
今
ぞ
立
ち
動

く
。

(

清
少
納
言)「

な
ほ
の
顔
の
腫
れ
た
る
、
も
の
の
手
を
せ
さ
せ
ば
や
」
と
言
へ
ば
、

「
―つ
―ひ
―に
―こ
―れ
―を
―言
―ひ
―あ
―ら
―は
―し
―つ
―る
―こ
―と
」
な
ど
笑
ふ
に
、
忠
隆
聞
き

て
、
台
盤
所
の
方
よ
り
「
ま
こ
と
に
や
侍
ら
む
。
か
れ
見
侍
ら
む
」
と
言

ひ
た
れ
ば
、

(

清
少
納
言)「

あ
な
ゆ
ゆ
し
。
さ
ら
に
、
さ
る
も
の
な
し
」
と
言
は
す
れ

ば
、

(

忠
隆)「

さ
り
と
も
、
見
つ
く
る
折
も
侍
ら
む
。
さ
の
み
も
、
え
隠
さ
せ
給

は
じ
」
と
言
ふ
。

さ
て
、
か
し
こ
ま
り
許
さ
れ
て
も
と
の
や
う
に
な
り
に
き
。
な
ほ
、
あ

は
れ
が
ら
れ
て
ふ
る
ひ
鳴
き
出
で
た
り
し
こ
そ
、
世
に
知
ら
ず
を
か
し
く

あ
は
れ
な
り
し
か
。
人
な
ど
こ
そ
、
人
に
言
は
れ
て
泣
き
な
ど
は
す
れ
。

こ
の
場
面
Ｂ
で
注
目
し
た
い
点
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
右
近
内
侍
を
通
じ
て

帝
の
奏
聞
に
達
し
、
一
条
天
皇
が
中
宮
定
子
の
も
と
へ
渡
御
す
る
と
い
う
具
合

に
話
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
。
あ
と
一
つ
は
、
昨
夜
の
右
近
内
侍
の
判
断
「
あ

ら
ぬ
な
め
り
」
は
、
翁
丸
を
救
う
た
め
に
的
確
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
つ
ひ
に
こ
れ
を
言
ひ
あ
ら
は
し
つ
る
こ
と
」
と
笑
っ
た
動
作
の
主
体
は
不

明
で
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
右
近
内
侍
は
、
昨
夜
「
言
ひ
あ
ら
は
し
」
て
は

い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
翁
丸
の
賢
さ
、
す
な
わ
ち
「
昨
夜
よ

べ

は

隠
れ
忍
び
て
あ
る
な
り
け
り
」
と
い
う
知
恵
と
清
少
納
言
た
ち
の
同
情
の
言
葉

に
感
動
し
て
涙
を
流
す
「
か
か
る
心
」
が
、
皆
の
感
心
を
買
い
、
そ
の
結
果
勅

勘
が
許
さ
れ
た
と
い
う
展
開
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
昨
夜
検

分
し
た
右
近
内
侍
が
、
だ
れ
も
が
納
得
す
る
理
由
を
挙
げ
て
「
翁
丸
で
は
な

い
」
と
判
定
し
「
言
ひ
あ
ら
は
し
つ
る
こ
と
」
を
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、
こ
の

翁
丸
の
「
賢
さ
」
を
補
完
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
大
団
円
の
展
開
に
は
至

ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
本
文
で
は
「
笑
ひ
の
の
し
る
」（
大
声
で
笑
う
）

と
し
か
描
か
れ
な
い
右
近
内
侍
の
反
応
だ
が
、
こ
れ
は
定
子
か
ら
「
誤
審
」
を

指
摘
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
不
満
や
照
れ
笑
い
で
は
な
く
、
昨
夜
の
自
分
の
判

断
に
よ
っ
て
翁
丸
が
救
わ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
安
堵
の
笑
い
と
見
て
よ
い
だ

ろ
う
。

ま
た
、
翁
丸
が
撲
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
愛
猫
を
愛
で
る
あ
ま
り
一
時
の

感
情
で
勅
勘
を
出
し
た
一
条
天
皇
の
器
量
に
も
傷
が
つ
く
。
翁
丸
が
傷
を
負
い

な
が
ら
も
無
事
だ
っ
た
こ
と
で
、
一
条
天
皇
も
救
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
翁
丸
を
め
ぐ
り
右
近
内
侍
が
果
た
し
た
役
割
は
、
甚
だ

大
き
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
前
に
確
認
し
た
よ
う
に
『
栄
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花
物
語
』
に
お
い
て
、
右
近
内
侍
が
一
条
天
皇
の
信
頼
を
得
て
「
か
の
御
心
よ

せ
の
右
近
内
侍
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
通
じ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三
、『
枕
草
子
』
長
編
章
段
の
右
近
内
侍
②
―
雪
山
章
段
―

次
に
同
じ
く
長
編
章
段
の
第
八
三
段
「
雪
山
章
段
」
を
検
証
し
て
み
た
い
。

長
徳
四
年
（
九
九
八
）
の
冬
、
職
の
御
曹
司
で
の
出
来
事
を
記
し
た
も
の

で
、
こ
こ
で
行
わ
れ
た
「
不
断
の
御
読
経
」
に
ま
つ
わ
る
「
常
陸
の
介
」
の
話

題
と
、「
雪
山
作
成
」
に
続
く
「
雪
山
は
い
つ
ま
で
あ
る
か
」
と
い
う
定
子
の

問
い
か
ら
始
ま
る
残
存
期
間
の
予
想
当
て
競
争
に
熱
中
し
た
j
末
を
、
一
条
天

皇
の
言
動
も
交
え
て
描
き
出
し
た
長
編
の
章
段
で
あ
る
。
右
近
内
侍
が
登
場
す

る
二
場
面
と
も
内
裏
の
女
房
と
し
て
そ
の
名
が
記
述
さ
れ
る
が
、
三
巻
本
系
本

文
で
は
す
べ
て
「
左
近
の
内
侍
」
と
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
萩
谷
氏
が
す
で
に

指
摘

(

12)

さ
れ
た
よ
う
に
、「
古
参
の
内
裏
女
房
」
が
「
主
上
か
ら
の
お
使
い
で
職

曹
司
の
中
宮
の
御
所
に
参
向
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
見
て
、
能
因
本
系
本
文
に

あ
る
「
右
近
の
内
侍
」
が
も
と
の
形
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
ず
場
面
Ａ
で
は
、
長
徳
四
年
冬
十
一
月
頃
、
職
の
御
曹
司
で
盛
大
に
行
わ

れ
た
不
断
の
御
読
経
の
期
間
に
現
れ
た
「
な
ま
老
い
た
る
女
法
師
」（
後
に
「
常

陸
の
介
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
人
物
）
を
め
ぐ
る
話
題
に
右
近
内
侍
が
関

心
を
寄
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

〈
資
料
九
〉
第
八
三
段
「
雪
山
章
段
」

Ａ
　
右
近
の
内
侍
の
参
り
た
る
に
、

(

定
子)「

か
か
る
者
を
な
む
、
語
ら
ひ
つ
け
て

お
き
た
め
る
。
す
か
し
て
常
に
来
る
こ
と
」
と
て
、
あ
り
し
や
う
な
ど
小

兵
衛
と
い
ふ
人
に
ま
ね
ば
せ
て
、
聞
か
せ
さ
せ
給
へ
ば
、「

(

右
近
内
侍)か

れ
、
い
か

で
見
侍
ら
む
。
必
ず
見
せ
さ
せ
給
へ
。
御
得
意
な
な
り
。
さ
ら
に
、
よ
も

語
ら
ひ
取
ら
じ
」
な
ど
笑
ふ
。

そ
の
後
ま
た
尼
な
る
乞
食
か
た
ゐ

の
い
と
あ
て
や
か
な
る
、
出
で
来
た
る
を
、

ま
た
呼
び
出
で
て
も
の
な
ど
問
ふ
に
、
こ
れ
は
い
と
恥
づ
か
し
げ
に
思
ひ

て
あ
は
れ
な
れ
ば
、
例
の
、
衣
一
つ
賜
は
せ
た
る
を
、
伏
し
拝
む
は
さ
れ

ど
よ
し
、
さ
て
う
ち
泣
き
喜
び
て
去
ぬ
る
を
、
は
や
、
こ
の
常
陸
の
介
は

来
あ
ひ
て
見
て
け
り
。
そ
の
後
久
し
う
見
え
ね
ど
、
誰
か
は
思
ひ
出

で
む
。

常
陸
の
介
は
、
女
房
た
ち
か
ら
憎
ま
れ
つ
つ
も
興
味
と
関
心
を
引
く
存
在
と

し
て
描
か
れ
、
職
の
御
曹
司
に
よ
く
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
定
子
は
来
訪

し
た
一
条
天
皇
付
き
の
女
房
右
近
内
侍
に
近
頃
の
話
題
と
し
て
そ
の
j
末
を
話

し
、
小
兵
衛
と
い
う
女
房
に
常
陸
の
介
の
舞
や
歌
い
方
の
ま
ね
を
さ
せ
て
披
露

し
て
い
る
。

そ
れ
を
見
た
右
近
内
侍
は
興
味
を
示
し
、「
必
ず
見
た
い
。
お
得
意
さ
ん
を

決
し
て
横
取
り
す
る
つ
も
り
は
な
い
か
ら
」
と
笑
い
興
じ
る
。
続
い
て
常
陸
の

介
と
対
照
的
な
若
い
尼
が
登
場
し
、
み
な
の
同
情
を
買
っ
て
衣
を
下
賜
さ
れ
る

が
、
そ
れ
を
常
陸
の
介
が
見
て
い
て
来
な
く
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
面
Ａ
で
は
、
右
近
内
侍
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
定
子
や
そ
の
女
房
た

ち
の
、
常
陸
の
介
に
対
す
る
関
心
と
評
価
が
際
立
つ
こ
と
に
な
る
展
開
に
注
目
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し
た
い
。
ま
た
女
房
た
ち
の
関
心
が
、
常
陸
の
介
と
は
対
照
的
な
行
動
（
す
な

わ
ち
「
こ
れ
は
い
と
恥
づ
か
し
げ
に
思
ひ
て
あ
は
れ
な
れ
ば
」「
う
ち
泣
き
喜

び
て
去
ぬ
る
」）
を
取
っ
た
若
い
尼
へ
と
移
っ
て
い
く
話
の
展
開
か
ら
、
常
陸

の
介
と
若
い
尼
と
の
対
比
が
明
確
に
な
る
効
果
を
上
げ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

次
に
示
す
場
面
Ｂ
で
は
、
再
び
常
陸
の
介
が
や
っ
て
き
た
時
の
言
動
を
右
近

内
侍
に
連
絡
し
、
そ
の
返
事
に
み
な
が
興
じ
て
い
る
。

〈
資
料
十
〉
第
八
三
段

Ｂ
　
つ
ご
も
り
方
に
、
少
し
小
さ
く
な
る
や
う
な
れ
ど
、
な
ほ
い
と
高
く
て

あ
る
に
、
昼
つ
方
、
縁
に
人
々
出
で
居
な
ど
し
た
る
に
、
常
陸
の
介
出
で

来
た
り
。「
な
ど
い
と
久
し
う
見
え
ざ
り
つ
る
」
と
問
へ
ば
、「
何
か
は
。

心
憂
き
こ
と
の
侍
り
し
か
ば
」
と
言
ふ
。「
何
事
ぞ
」
と
問
ふ
に
、「
な
ほ

か
く
思
ひ
侍
り
し
な
り
」
と
て
長
や
か
に
詠
み
出
づ
。「
う
ら
や
ま
し
足

も
引
か
れ
ず
わ
た
つ
海
の
い
か
な
る
人
に
物
賜
ふ
ら
む
」
と
言
ふ
を
、
憎

み
笑
ひ
て
、
人
の
目
も
見
入
れ
ね
ば
、
―雪
―の
―山
―に
―登
―り
―か
―か
―づ
―ら
―ひ
―あ
―り

―き
―て
―去
―ぬ
―る
後
に
、
右
近
の
内
侍
に
「
か
く
な
む
」
と
言
ひ
や
り
た
れ

ば
、「

(

右
近
内
侍)な

ど
か
、
人
添
へ
て
は
賜
は
せ
ざ
り
し
。
か
れ
が
は
し
た
な
く
て
、

―雪
―の
―山
―ま
―で
―登
―り
―つ
―た
―よ
―ひ
―け
―む
こ
そ
、
い
と
か
な
し
け
れ
」
と
あ
る

を
、
ま
た
笑
ふ
。

さ
て
、
雪
の
山
つ
れ
な
く
て
、
年
も
返
り
ぬ
。
一
日
の
日
の
夜
、
雪
の

い
と
多
く
降
り
た
る
を
、
う
れ
し
く
も
ま
た
降
り
積
み
つ
る
か
な
。
と
見

る
に
、「
こ
れ
は
、
あ
い
な
し
。
は
じ
め
の
際
を
お
き
て
、
今
の
は
掻
き

捨
て
よ
」
と
仰
せ
ら
る
。

こ
の
場
面
は
、
十
二
月
十
日
の
大
雪
の
時
に
作
成
し
た
雪
山
に
、
晦
日
の
昼

ご
ろ
常
陸
の
介
が
来
訪
し
た
の
で
、
久
し
く
来
な
か
っ
た
理
由
を
問
う
と
、
皆

に
厚
遇
さ
れ
た
「
若
い
尼
」
へ
の
嫉
妬
を
歌
で
披
露
し
、「
う
ら
や
ま
し
足
も

引
か
れ
ず
わ
た
つ
海
の
い
か
な
る
人
に
物
賜
ふ
ら
む
」
と
詠
ん
で
拗
ね
た
と
あ

る
。
こ
れ
を
不
興
に
感
じ
た
女
房
た
ち
が
常
陸
の
介
を
無
視
す
る
と
、
雪
山
に

登
る
な
ど
う
ろ
つ
い
て
立
ち
去
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
時
の
様
子
を
あ
と
で
右
近

内
侍
に
伝
え
る
と
、「
な
ぜ
こ
ち
ら
（
内
裏
）
に
寄
越
し
て
く
れ
な
か
っ
た
の

か
。
常
陸
の
介
が
所
在
な
く
雪
山
を
上
り
下
り
し
て
い
た
こ
と
は
気
の
毒
だ
」

と
の
返
事
が
来
た
の
で
、
皆
笑
っ
た
と
あ
る
。
続
い
て
雪
山
は
少
し
小
さ
く
な

っ
た
も
の
の
、
ま
だ
か
な
り
高
い
ま
ま
年
が
明
け
、
正
月
一
日
に
降
っ
た
雪
は

定
子
の
指
示
に
よ
り
除
去
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
面
以

後
、
常
陸
の
介
は
も
は
や
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。

こ
こ
で
は
右
近
内
侍
が
登
場
す
る
こ
と
で

(

13)

、
常
陸
の
介
に
対
す
る
評
価
が
、

定
子
の
女
房
た
ち
と
対
比
さ
れ
て
際
立
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
女
房

た
ち
の
関
心
は
す
で
に
若
い
尼
へ
と
移
っ
て
い
る
が
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て

い
な
い
右
近
内
侍
は
相
変
わ
ら
ず
常
陸
の
介
へ
の
関
心
が
高
い
ま
ま
で
あ
る
。

そ
れ
を
定
子
の
女
房
た
ち
は
笑
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
話
の
展
開
と
と
も
に
、
そ

の
場
に
い
て
見
て
い
た
女
房
た
ち
と
そ
の
場
に
い
な
か
っ
た
右
近
内
侍
と
の
間

で
、
常
陸
の
介
に
対
す
る
関
心
の
度
合
い
が
、
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明

確
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
役
割
を
終
え
た
右
近
内
侍
は
当
該
章
段
で
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は
こ
れ
以
後
登
場
せ
ず
、
常
陸
の
介
は
話
題
か
ら
退
場
し
て
出
て
こ
な
い
。

さ
ら
に
、
右
近
内
侍
の
文
言
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
「
か
れ
が
は
し
た
な

く
て
雪
の
山
ま
で
登
り
つ
た
よ
ひ
け
む
こ
そ
、
い
と
か
な
し
け
れ
」
に
注
目
し

た
い
。
こ
の
表
現
は
『
後
撰
和
歌
集

(

14)

』
巻
十
四
の
第
一
〇
六
三
番
歌
を
ふ
ま
え

た
も
の
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
資
料
十
一
〉『
後
撰
和
歌
集
』
巻
十
四
（
恋
六
）

女
に
つ
か
は
し
け
る
　
　
　
　
　
　
源
善よ
し

の
朝
臣

1063

―厭
―は
―れ
―て
―帰
―り
―越
―路
―の
―白
―山
は
入
ら
ぬ
に
―迷
―ふ
―物
に
ぞ
有
け
る

こ
の
歌
は
、
相
手
か
ら
す
っ
か
り
嫌
わ
れ
て
す
ご
す
ご
と
帰
っ
て
き
た
越
路

の
白
山
は
、
雪
が
降
る
と
す
っ
か
り
迷
っ
て
し
ま
い
、
入
ら
な
い
の
に
う
ろ
う

ろ
し
て
し
ま
う
も
の
だ
、
の
意
で
あ
る
。
当
該
章
段
で
、
常
陸
の
介
が
定
子
の

女
房
た
ち
か
ら
す
っ
か
り
嫌
わ
れ
見
向
き
も
さ
れ
な
い
ま
ま
「
雪
の
山
に
登
り

か
か
づ
ら
ひ
あ
り
き
て
去
ぬ
る
」（
雪
山
に
登
り
、
う
ろ
う
ろ
歩
き
回
っ
て
立

ち
去
る
）
と
い
う
表
現
と
、
そ
れ
を
聞
い
た
右
近
内
侍
か
ら
の
文
言
「
雪
山
ま

で
登
り
つ
た
よ
ひ
け
む
」（
常
陸
の
介
は
、
雪
山
ま
で
の
ぼ
っ
て
さ
ま
よ
い
歩

い
た
ら
し
い
が
）
と
い
う
表
現
と
対
比
さ
せ
る
と
、
源
善
の
歌
は
「
厭
は
れ
て

帰
り
越
路
の
白
山
」
と
「
迷
ふ
物
に
ぞ
有
け
る
」
と
い
う
表
現
が
、
常
陸
の
介

の
行
動
と
心
情
に
重
な
る
も
の
と
し
て
『
枕
草
子
』
本
文
の
表
現
と
関
わ
っ
て

い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

当
該
章
段
に
お
い
て
、
清
少
納
言
は
雪
山
の
残
存
期
間
延
長
を
「
白
山
し
ら
や
ま

の
観

音
、
こ
れ
消
え
さ
せ
給
ふ
な
」
と
祈
り
、
そ
ん
な
自
分
を
「
も
の
狂
ほ
し
」
と

記
し
て
い
る
。
雪
山
を
「
白
山
し
ら
や
ま

」
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
の

「
白
山
し
ら
や
ま

」
と
は
越
前
国
の
歌
枕

(

15)

で
、
今
の
石
川
・
富
山
・
福
井
・
岐
阜
の
各
県

に
ま
た
が
る
白
山
を
指
す
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
点
は
、
右
近
内
侍
の
文
言
と
し
て
用
い
た
本
文
の
表
現

が
『
後
撰
和
歌
集
』
第
一
〇
六
三
番
歌
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
、
そ
れ
を
想
起
さ

せ
る
効
果
を
持
ち
、
結
果
と
し
て
職
の
御
曹
司
の
雪
山
を
越
路
の
白
山
と
見
立

て
る
こ
と
を
さ
ら
に
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該

章
段
の
話
の
軸
と
な
っ
て
い
る
「
雪
山
が
い
つ
ま
で
あ
る
か
」
と
い
う
関
心
事

と
、
話
題
の
雪
山
の
永
続
性
を
引
き
出
す
役
割
を
持
っ
て
い
る

(

16)

こ
と
に
も
注
目

し
た
い
。
つ
ま
り
、
書
き
手
が
右
近
内
侍
の
文
言
と
し
て
本
文
に
用
い
た
表
現

が
、
そ
の
後
の
章
段
の
プ
ロ
ッ
ト
展
開
を
方
向
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、『
枕
草
子
』短
編
章
段
の
右
近
内
侍
①
―
第
九
六
段
―

で
は
、
短
編
の
二
つ
の
章
段
に
お
い
て
、
右
近
内
侍
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
九
六
段
「
職
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
八
月

十
よ
日
の
月
明
き
夜
」
か
ら
考
察
し
た
い
。
長
徳
三
・
四
年
頃
の
職
の
御
曹
司

で
の
出
来
事
を
記
し
た
章
段
の
全
文
で
あ
る
。

〈
資
料
十
二
〉『
枕
草
子
』
第
九
六
段

職
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
八
月
十
よ
日
の
月
明
き
夜
、
―右
―近
―の
―内
―侍
―に

―琵
―琶
―弾
―か
―せ
―て
、
端
近
く
お
は
し
ま
す
。
こ
れ
か
れ
、
も
の
言
ひ
、
笑
ひ

な
ど
す
る
に
、
廂
の
柱
に
寄
り
か
か
り
て
、
も
の
も
言
は
で
さ
ぶ
ら
へ
ば
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「

(

定
子)な

ど
、
か
う
音
も
せ
ぬ
。
も
の
言
へ
。
さ
う
ざ
う
し
き
に
」
と
仰
せ
ら

る
れ
ば
、「

(

清
少
納
言)―た
―だ
―秋
―の
―月
―の
―心
―を
―見
―侍
―る
―な
―り
」
と
申
せ
ば
、「

(

定
子)さ

も
言
ひ

つ
べ
し
」
と
仰
せ
ら
る
。

職
の
御
曹
司
で
、
八
月
十
五
夜
近
く
の
月
が
美
し
い
頃
、
端
近
く
に
出
て
き

て
月
を
愛
で
て
い
る
中
宮
定
子
の
要
請
で
、
内
裏
か
ら
来
て
い
た
右
近
内
侍
が

琵
琶
を
演
奏
し
て
い
る
。
他
の
女
房
た
ち
が
談
笑
し
て
い
る
中
、
清
少
納
言
は

柱
に
も
た
れ
て
無
言
の
ま
ま
伺
候
し
て
い
た
。
そ
れ
を
見
た
定
子
が
清
少
納
言

に
対
し
「
な
に
か
話
し
て
く
れ
な
い
と
、
物
寂
し
い
で
は
な
い
か
」
と
発
言
を

促
し
た
時
の
返
答
が
、「
た
だ
秋
の
月
の
心
を
見
侍
る
な
り
」
で
あ
っ
た
。

池
田
亀
鑑
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
清
少
納
言
の
発
言
「
た
だ
秋
の
月
の
心
を
見

侍
る
な
り
」
は
、『
白
氏
文
集

(

17)

』「
琵
琶
行
」
の
一
節

曲
終
収
撥
當
心
畫
。
四
絃
一
聲
如
裂
帛
。

東
船
西
舫
悄
無
言
。
唯
見
江
心
秋
月
白
。

曲
終
は
り
て
撥
を
収
め
心
に
當
た
り
て
画
し
、
四
絃
一
聲
帛
を
裂
く
が

如
し
。

東
船
西
舫
悄
し
ょ
う
と
し
て
言
無
く
、
―唯
―だ
―見
―る
―江
―心
―に
―秋
―月
―の
―白
―き
―を
。

を
直
接
引
用
し
た
も
の
、
と
す
る
。
清
少
納
言
が
「
も
の
も
言
は
で
さ
ぶ
ら
へ

ば
」
す
な
わ
ち
「
無
言
」
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
に
対
し
、
中
宮
定
子
が
「
な

ど
、
か
う
音
も
せ
ぬ
」
と
問
い
、
そ
の
意
味
を
尋
ね
る
と
、「
江
心
」
を
「
月

心
」
と
変
容
さ
せ
て
「
秋
の
月
の
心
」
す
な
わ
ち
「
今
の
中
宮
の
心
」
を
拝
察

し
て
い
る
の
で
あ
る
と
答
え
た
、
と
見
る
説
に
従
い
た
い
。
萩
谷
朴
氏
が
追
認

し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
皇
后
・
中
宮
の
唐
名
を
「
長
秋
宮
」
と
呼
称
し
、

天
皇
を
日
、
皇
后
を
月
に
喩
え
る
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
解
釈
で
、
首
肯
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
見
る
。

当
該
章
段
の
史
実
年
時
は
、
職
の
御
曹
司
在
住
期
間
（
長
徳
三
年
六
月
か
ら

長
保
元
年
八
月
九
日
）
と
本
文
に
あ
る
「
八
月
十
余
日
の
月
明
き
夜
」
の
記
述

か
ら
、
長
徳
三
年
も
し
く
は
四
年
（
九
九
八
）
の
八
月
と
い
う
こ
と
に
な
る

(

18)

。

萩
谷
氏
は
、
関
白
道
隆
没
後
の
つ
ら
か
っ
た
長
徳
元
年
・
二
年
を
経
て
三
年

春
に
は
配
所
に
下
向
し
て
い
た
伊
周
・
隆
家
の
罪
科
が
許
さ
れ
て
帰
京
し
、
十

二
月
十
三
日
に
は
脩
子
に
内
親
王
宣
下
が
あ
る
な
ど
し
た
状
況
か
ら
、
当
該
章

段
を
よ
う
や
く
明
る
さ
を
取
り
戻
し
た
時
期
の
「
長
徳
四
年
秋
」
と
考
証
さ

れ
、「
長
徳
四
年
の
仲
秋
明
月
は
、
久
し
ぶ
り
に
澄
み
切
っ
た
中
宮
の
ご
心
境

を
そ
の
ま
ま
に
現
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
清
少
納
言
が
『
秋
の
月

の
心
』
と
い
っ
た
の
は
、
た
だ
の
名
月
の
美
し
さ
を
指
し
た
も
の
で
は
な
く
、

中
宮
定
子
の
ご
心
中
そ
の
も
の
を
喩
え
た
の
で
あ
る
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
定
子

を
取
り
巻
く
状
況
の
好
転
と
「
秋
の
月
の
心
」
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
す
で
に

指
摘

(

19)

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
清
少
納
言
の
こ
の
発
言
は
次
に
示
す
和
歌
を
参
考

と
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

〈
資
料
十
三
〉

①
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
六
　
秋
中

（
八
月
十
五
夜
）

よ
み
人
し
ら
ず

326

月
影
は
同
じ
光
の
秋
の
夜
を
わ
き
て
見
ゆ
る
は
心
な
り
け
り
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②
『
元
輔
集

(

20)

』（
前
田
家
蔵
本
）

「
八
月
十
五
夜
」
と
し
て

164

飽
か
ず
の
み
思
ほ
ゆ
る
を
ば
い
か
が
せ
む
か
く
こ
そ
は
見
め
秋
の
夜

の
月

(

21)

今
宵
の
月
が
と
り
わ
け
す
ば
ら
し
く
見
え
る
の
は
我
が
心
の
せ
い
だ
、
と
詠

ん
だ
『
後
撰
和
歌
集
』
所
収
歌
と
、
い
く
ら
見
て
も
見
飽
き
な
い
今
宵
の
月
は

こ
ん
な
風
に
鑑
賞
し
た
い
も
の
だ
、
と
詠
ん
だ
父
元
輔
の
歌
で
あ
る
。
当
該
章

段
に
お
い
て
、
清
少
納
言
は
「
秋
の
月
の
心
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
、「
秋
の

月
を
愛
で
る
人
の
心
」
と
し
て
中
宮
定
子
の
心
を
推
察
し
、
同
時
に
澄
み
き
っ

た
名
月
の
美
し
さ
自
体
を
も
愛
で
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
現
段
階
で
は
当
該
章
段

を
長
徳
三
年
秋
か
四
年
秋
か
と
断
定
す
る
に
至
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
の
名
月
の
美
し
さ
は
心
に
し
み
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
感
動
を
定
子
と
清
少

納
言
は
共
有
し
、
互
い
に
確
認
し
あ
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
章
段
で
注
目
し
た
い
点
は
、
右
近
内
侍
に
よ
る
琵
琶
の
演
奏
が
契
機
と

な
っ
て
、
漢
詩
文
『
白
氏
文
集
』「
琵
琶
行
」
や
和
歌
と
発
想
が
似
通
う
清
少

納
言
の
言
動
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
プ
ロ
ッ
ト
が
展
開

し
て
い
く
契
機
と
し
て
、
右
近
内
侍
が
琵
琶
を
演
奏
す
る
記
事
を
位
置
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
内
裏
の
女
房
で
あ
る
右
近
内
侍
は
、
定

子
と
清
少
納
言
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
こ
の
や
り
と
り
を
実
際
そ
の
場
で
見
聞

き
し
た
こ
と
と
し
て
、
内
裏
に
戻
っ
た
後
で
一
条
天
皇
に
こ
の
一
件
を
報
告
し

た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
書
き
手
が
右
近
内
侍
の
名
を
わ
ざ
わ
ざ
記
す
こ
と
の

意
味
と
そ
の
効
果
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、『
枕
草
子
』短
編
章
段
の
右
近
内
侍
②
―
第
二
二
四
段
―

最
後
に
、
第
二
二
四
段
「
細
殿
に
便
な
き
人
な
む
」
を
検
討
し
て
み
た
い
。

内
裏
の
弘
徽
殿
も
し
く
は
登
華
殿
の
細
殿
で
の
出
来
事
と
そ
の
j
末
を
記
し
た

章
段
で
あ
る
。

〈
資
料
十
四
〉
第
二
二
四
段
「
細
殿
に
便
な
き
人
な
む
」

「
細
殿
に
、
便
な
き
人
な
む
、
暁
に
笠
さ
し
て
出
で
け
る
」
と
言
ひ
出

で
た
る
を
、
よ
く
聞
け
ば
、
わ
が
上
な
り
け
り
。
地
下
な
ど
言
ひ
て
も
、

目
や
す
く
人
に
許
さ
れ
ぬ
ば
か
り
の
人
に
も
あ
ら
ざ
な
る
を
、
あ
や
し
の

こ
と
や
、
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
上
よ
り
御
文
持
て
来
て
、「
返
事
、
た
だ
今
」

と
仰
せ
ら
れ
た
り
。
何
ご
と
に
か
と
て
見
れ
ば
、
大
笠
の
絵
を
描
き
て
、

人
は
見
え
ず
、
た
だ
手
の
限
り
を
と
ら
へ
さ
せ
て
、
下
に
「
山
の
端
明
け

し
朝
よ
り
」
と
書
か
せ
給
へ
り
。

な
ほ
、
は
か
な
き
こ
と
に
て
も
、
た
だ
め
で
た
く
の
み
お
ぼ
え
さ
せ
給

ふ
に
、
恥
づ
か
し
く
、
心
づ
き
な
き
こ
と
は
い
か
で
か
ご
覧
ぜ
ら
れ
じ
と

思
ふ
に
、
か
か
る
そ
ら
言
の
出
で
く
る
、
苦
し
け
れ
ど
、
を
か
し
く
て
、

異
紙
に
、
雨
を
い
み
じ
う
降
ら
せ
て
、
下
に
「
な
ら
ぬ
名
の
立
ち
に
け
る

か
な
、
さ
て
や
、
濡
れ
衣
に
は
な
り
侍
ら
む
」
と
啓
し
た
れ
ば
、
右
近
の

内
侍
な
ど
に
語
ら
せ
給
ひ
て
、
笑
は
せ
給
ひ
け
り
。

こ
こ
で
は
清
少
納
言
の
恋
の
噂
を
め
ぐ
っ
て
、
定
子
と
の
や
り
と
り
の
j
末
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が
描
か
れ
て
い
る
。
定
子
と
清
少
納
言
と
の
間
で
、
絵
と
和
歌
の
一
節
で
構
成

さ
れ
た
手
紙
が
や
り
と
り
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
、
定
子
か
ら
の
手
紙
に
対
し
て

別
紙
で
雨
を
降
ら
せ
た
絵
の
下
に
「
な
ら
ぬ
名
の
立
ち
に
け
る
か
な
、
さ
て
や

濡
れ
衣
に
は
な
り
侍
ら
む
」
と
記
し
て
書
き
送
っ
た
清
少
納
言
の
返
答
を
あ
わ

せ
る
と
、
こ
の
一
連
の
や
り
と
り
は
「
三
笠
山
山
の
端
あ
け
し
朝
よ
り
雨
な
ら

ぬ
名
の
立
ち
に
け
る
か
な
」
と
い
う
連
歌
仕
立
て
と
な
る
。
こ
れ
は
萩
谷
氏
が

指
摘

(

22)

さ
れ
た
よ
う
に
、
藤
原
義
孝
の
和
歌
「
あ
や
し
く
も
わ
れ
濡
衣
を
着
た
る

か
な
三
笠
の
山
を
人
に
借
ら
れ
て
」（『
義
孝
集

(

23)

』
第
一
八
番
歌
）
を
ふ
ま
え
て

の
合
作
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
噂
話
と
清
少
納
言
の
回
答
を
、
定
子
は
興
味
深
い
話
題
と
し
て
居
合
わ

せ
た
右
近
内
侍
に
語
り
、
笑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
展
開
は
本
文
に

書
か
れ
て
い
な
い
が
、「
右
近
内
侍
な
ど
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
定
子
は
こ
の

一
件
を
内
裏
の
女
房
た
ち
に
話
し
、
そ
の
代
表
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
右
近
内
侍
の

名
を
記
し
た
の
は
、
こ
の
話
題
が
一
条
天
皇
の
耳
に
も
伝
わ
っ
た
と
い
う
こ
と

を
読
み
手
に
暗
示
さ
せ
る
の
に
、
右
近
内
侍
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
人
物
だ
っ
た
か

ら
、
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
右
近
内
侍
の
名
を
掲
示
す
る
こ
と
で
、
こ
の
噂
話
が
今
後
宮
中
で

広
が
る
だ
ろ
う
こ
と
を
予
測
さ
せ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
先
に
確
認
し

た
第
九
六
段
と
同
じ
効
果
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
右
近
内
侍

は
、
短
編
章
段
に
お
い
て
も
話
題
を
展
開
さ
せ
る
役
目
を
負
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

ま
と
め

以
上
、
右
近
内
侍
が
登
場
す
る
記
述
に
つ
い
て
、
詳
細
に
分
析
し
て
き
た
。

初
め
に
確
認
し
た
よ
う
に
、『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
は
、
一
条
天
皇
が
后
た

ち
と
密
か
に
連
絡
を
取
り
合
う
時
に
遣
わ
さ
れ
る
内
裏
の
女
房
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
一
条
天
皇
か
ら
そ
れ
だ
け
信
頼
さ
れ
て
い
た
女
房
と
し
て
描
き
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、『
枕
草
子
』
に
お
い
て
も
、
第
六
段
「
翁
丸
章
段
」

で
見
ら
れ
た
よ
う
な
配
慮
が
で
き
る
女
房
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
ま
た
第
八

三
段
「
雪
山
章
段
」
で
は
正
月
三
日
の
内
裏
へ
の
急
な
入
内
を
ひ
か
え
た
大
事

な
時
期
に
職
の
御
曹
司
に
や
っ
て
来
て
い
た
り
、
ま
た
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い

た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
右
近
内
侍
を
通
じ
て
、
職
の
御
曹
司

に
い
る
定
子
の
入
内
を
め
ぐ
る
打
ち
合
わ
せ
が
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
描
か
れ
て
い
な
い
裏
の
事
情
も
合
わ
せ
て
『
枕
草

子
』
に
お
け
る
右
近
内
侍
の
名
と
役
割
は
、
当
時
か
な
り
の
重
さ
を
持
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
短
編
章
段
に
お
い
て
も
、
右
近
内
侍
が
登
場
す
る
本
文
の
表
現
と
そ
の

後
の
展
開
と
い
う
視
点
か
ら
検
証
す
る
と
、
や
は
り
右
近
内
侍
の
言
動
は
、
プ

ロ
ッ
ト
の
展
開
を
予
測
さ
せ
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
右
近
内
侍
は
、『
枕
草
子
』
に
お
い
て
脇
役
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、

書
き
手
に
よ
っ
て
、
章
段
の
場
面
展
開
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
登
場
人
物
と
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し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
書
き
手
が
当
時
の
右
近
内
侍

が
果
た
し
て
い
た
役
割
を
見
極
め
て
い
て
、
本
文
に
右
近
内
侍
の
名
を
明
記
す

る
こ
と
の
効
果
を
、
十
分
に
計
算
し
た
上
で
記
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
こ
と
は
『
枕
草
子
』
の
章
段
構
成
に
お
け
る
特
徴
の
一
つ
、
と
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

(

１)

『
枕
草
子
』
本
文
は
、
す
べ
て
三
巻
本
系
の
陽
明
文
庫
本
を
底
本
と
し
た
石
田
穣
二
氏

訳
注
『
新
版
　
枕
草
子
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）
に
よ
る
。
た
だ
し
一
部
私
に
仮
名

表
記
を
漢
字
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

(

２)

小
論
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
表
現
の
重
層
性
―
「
鳥
の
そ
ら
音
」
章
段
に
お
け
る

会
話
と
構
成
か
ら
―
」（『
古
代
中
世
国
文
学
』
第
二
四
号
　
平
成
二
〇
年
三
月
）、

「『
枕
草
子
』
積
善
寺
供
養
章
段
の
構
成
―
時
間
軸
の
不
統
一
と
モ
ザ
イ
ク
的
様
相
―
」

（『
国
文
学
攷
』
第
一
八
七
号
　
平
成
十
七
年
九
月
）、「
清
少
納
言
の
論
理
と
役
割
―

積
善
寺
供
養
章
段
に
お
け
る
「
申
し
な
ほ
す
」
の
効
果
―
」『
枕
草
子
の
新
研
究
―
作

品
の
世
界
を
考
え
る
―
』
所
収
（
浜
口
俊
裕
氏
・
古
`
雅
義
編
著
　
新
典
社
　
平
成

一
八
年
）、「『
枕
草
子
』「
憚
り
な
し
」
の
指
示
す
る
『
論
語
』
基
本
軸
―
行
成
と
の

会
話
を
支
え
る
『
論
語
』
古
注
と
章
段
構
想
」『
論
考
　
平
安
王
朝
の
文
学
―
一
条
朝

の
前
と
後
』
所
収
（
稲
賀
敬
二
先
生
編
著
　
新
典
社
　
平
成
十
年
）
等
。

(

３)

「
内
侍
」
と
は
、
後
宮
十
二
司
の
一
つ
で
、
長
官
が
尚
侍

な
い
し
の
か
み

二
人
で
従
三
位
相
当
。

大
臣
の
娘
が
任
ぜ
ら
れ
、
天
皇
の
后
に
な
っ
て
い
く
者
も
い
た
。
次
官
が
典
侍

な
い
し
の
す
け

四
人

で
従
四
位
相
当
。
賢
所

か
し
こ
ど
こ
ろ
の
管
理
を
す
る
。
公
卿
・
殿
上
人
の
娘
が
任
ぜ
ら
れ
、
天
皇

の
乳
母
も
任
ぜ
ら
れ
た
。
掌
侍

な
い
し
の
じ
ょ
うは

四
人
で
従
五
位
相
当
。
平
安
初
期
に
は
権
官
二
名

を
加
え
て
六
人
。
内
侍
の
役
目
に
「
内
侍
宣
」
が
あ
り
、
勅
旨
を
蔵
人
に
伝
達
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
。
和
田
秀
松
氏
著
・
所
功
氏
校
訂
『
官
職
要
解
』（
講
談
社
学
術
文

庫
）
に
よ
る
と
「
た
ん
に
内
侍
と
ば
か
り
書
い
て
あ
る
の
は
、
こ
の
掌
侍
の
こ
と
で

あ
る
」
と
あ
る
。『
禁
秘
抄
』（『
群
書
類
従
』
第
貳
拾
六
輯
「
雑
部
」
所
収
）
に
よ
る

と
掌
侍
は
「
禁
中
殊
　
ニ
テ
　

重
職
。
　
ナ
リ

尤
可
下

撰
二

其
器
量
一

補
上

ス

。
只
諸
ノ

太
夫
公
ノ

卿
女
ノ

。
雖
レ

有
レ

例
非
二

普
通
事
一

。
納
言
孫
ノ

又
同
品
様
程
公
ノ

卿
孫
ノ

也
。
又
侍
臣
女
ノ

也
。
生
公
達
女
ノ

。
又

只
諸
ノ

大
夫
女
ノ

。
是
殊
父
ナ
ド
不
レ

k
二

諸
家
一

者
女
也
。
但
少
々
左
道
人
交
歟
。
尤
可
レ

有
二

清
撰
一

事
也
。
雖
レ

不
レ

k
二

諸
家
一

、
非
二

重
代
一

者
必
不
レ

可
レ

補
」
と
す
る
。

(

４)

『
権
記
』
は
、
史
料
纂
集
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
に
よ
る
。

(

５)

『
御
堂
関
白
記
』
は
、
大
日
本
古
記
録
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

(

６)

『
時
明
集
』は
、霊
元
天
皇
宸
筆
の
外
題
を
有
す
る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
（
五
〇
一
・

三
〇
）
を
底
本
と
す
る
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
七
巻
私
家
集
編
Ⅲ
（
角
川
書
店
　
平

成
元
年
）
に
よ
る
。

(

７)

同
日
条
に
「
播
磨
守
源
時
明
〈
非
道
理
、
讃
岐
任
第
三
年
辞
退
、
今
年
當
　
得
替

年
、
余
定
間
陳
此
由
〉
と
あ
り
、
県
召
除
目
で
実
資
は
反
対
し
た
が
、
源
時
明
に
決

定
し
た
と
あ
る
。〈

〉
部
分
は
小
字
二
行
書
き
。『
小
右
記
』
は
、
大
日
本
古
記
録

（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

(

８)

『
栄
花
物
語
』
は
、
梅
沢
本
（
旧
三
条
西
家
本
）
を
底
本
と
す
る
松
村
博
司
氏
著

『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
二
（
角
川
書
店
　
昭
和
六
二
年
第
七
版
）
に
よ
る
。

(

９)

河
北
騰
氏
は
「『
栄
花
物
語
』
の
成
立
と
特
色
」（
山
中
裕
氏
・
久
下
裕
利
氏
編
著

『
栄
花
物
語
の
新
研
究
―
歴
史
と
物
語
を
考
え
る
―
』
所
収
　
新
典
社
　
平
成
十
九

年
）
に
お
い
て
、「
読
ん
で
く
れ
る
い
わ
ば
読
者
の
対
象
と
し
て
は
、
作
者
と
同
程
度

の
階
層
、
つ
ま
り
宮
廷
・
後
宮
な
ど
の
女
房
た
ち
、
又
は
「
家
の
女
房
」＝
女
性
の
知

識
人
た
ち
の
為
に
、
と
考
え
た
。
即
ち
、
女
の
筆
で
、
女
た
ち
の
為
に
書
く
、
と
い

う
こ
と
が
最
も
重
要
視
さ
れ
た
」
と
さ
れ
る
。
河
北
氏
は
正
編
三
十
巻
の
作
者
は
赤

染
衛
門
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
延
長
線
上
で
考
え
る
と
、
描
か
れ

た
右
近
内
侍
の
人
物
像
は
、
作
者
も
含
め
た
一
条
朝
の
女
房
た
ち
の
共
通
理
解
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
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(
10)

『
枕
草
子
』
三
巻
本
系
の
勘
物
に
右
近
内
侍
に
関
す
る
記
述
は
確
認
で
き
な
い
。
以
下
、

江
戸
時
代
以
降
の
主
な
先
行
論
を
通
観
し
て
お
き
た
い
。

・
加
藤
磐
斎
『
清
少
納
言
枕
双
紙
抄
』（
延
宝
二
年
五
月
刊
）
第
七
段
の
標
注
に
「
右

近
　
片
野
少
将
季
縄
が
女
と
云
説
あ
り
。
妹
と
云
説
あ
り
。
系
図
下
に
注
之
」
と

あ
る
。
本
文
は
加
藤
磐
斎
古
注
釈
集
成
２
の
複
製
本
（
新
典
社
　
昭
和
六
〇
年
）

に
よ
る
。

・
武
藤
元
信
氏
著
『
枕
草
紙
通
釋
』（
有
朋
堂
　
明
治
四
四
年
）
第
七
段
で
「
○
右
近

作
者
部
類
に
『
右
近
藤
原
季
縄
女
』」
と
す
る
。
な
お
「
○
あ
ら
ぬ
な
め
り
」
に
つ

い
て
「
右
近
の
心
に
は
翁
丸
と
し
れ
ど
も
、
蔵
人
に
見
認

(

マ
マ)

め
ら
れ
ん
事
を
恐
れ
て
、

か
く
は
い
へ
る
に
や
」
と
注
釈
さ
れ
て
い
る
点
は
首
肯
さ
れ
る
。

・
金
子
元
臣
氏
著
『
枕
草
子
評
釈
』（
明
治
書
院
　
増
訂
二
八
版
昭
和
十
七
年
）
第
七

段
〔
評
〕「
右
近
」
で
「
右
近
少
将
藤
原
季
縄
女
」
と
す
る
。
根
拠
の
提
示
は
な
し
。

こ
れ
ら
「
翁
丸
章
段
」
の
注
で
示
さ
れ
た
「
右
近
少
将
藤
原
季
縄
女
」
は
、
醍
醐

天
皇
の
皇
后
穏
子
に
仕
え
た
女
房
で
、
村
上
朝
に
活
躍
し
た
人
で
あ
る
た
め
、『
枕
草

子
』
と
は
時
代
が
合
致
せ
ず
別
人
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

・
角
田
文
衛
氏
「
清
少
納
言
の
生
涯
」（『
枕
草
子
講
座
』一
　
有
精
堂
　
昭
和
五
〇

年
）
右
近
を
、
清
少
納
言
以
外
の
橘
則
光
の
妻
と
す
る
。

・
石
田
穣
二
氏
『
新
版
　
枕
草
子
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
　
初
版
は
昭
和
五
四
年
）

翁
丸
章
段
の
「
右
近
内
侍
」
に
つ
い
て
、
脚
注
で
「
主
上
お
付
き
の
い
わ
ゆ
る
上

の
女
房
。
中
宮
の
御
信
任
も
厚
か
っ
た
ら
し
い
」「
内
侍
は
内
侍
司
の
掌
侍
（
な
い

し
の
じ
ょ
う
）
の
略
」
と
す
る
。

・
萩
谷
朴
氏
『
枕
草
子
解
環
』
一
（
同
朋
舎
出
版
　
昭
和
五
六
年
）
第
六
段
の
語
釈

「
右
近
」
に
お
い
て
、
右
近
を
清
少
納
言
以
外
の
橘
則
光
の
妻
の
母
（
姑
）
と
し
、

則
光
と
の
間
に
光
朝
を
設
け
た
橘
行
平
娘
の
母
で
行
平
室
と
し
て
、
角
田
説
を
否

定
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
七
月
二
五
日
条
の

記
事
「
右
近
尼
〈
陸
奥
守
則
光
姑
〉」
と
、『
尊
卑
分
脈
』
橘
則
光
の
男
・
光
朝
の

「
母
行
平
女
」
を
合
わ
せ
た
考
証
に
よ
る
。
ち
な
み
に
『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
七
月

二
五
日
条
は
「
右
近
尼
〈
陸
奥
守
則
光
姑
〉、
許
送
薫
香
二
筥
〈
銀
々
〉。
加
和
哥
、

有
返
哥
。
使
出
納
男
与
小
禄
〈
単
重
〉」

・
増
田
繁
夫
氏
著
『
枕
草
子
』（
和
泉
古
典
叢
書
１
　
昭
和
六
二
年
）
補
注
10

右
近

内
侍
と
右
近
蔵
人
を
識
別
。
則
光
姑
の
右
近
尼
は
、
小
野
宮
家
の
女
房
か
ら
内
裏

の
女
房
と
な
っ
た
右
近
蔵
人
と
見
て
、「
両
者
の
種
姓
は
未
詳
」
と
す
る
。

・
津
島
昭
宏
氏
は
『
枕
草
子
大
事
典
』（
勉
誠
出
版
　
平
成
十
三
年
）の「
右
近
の
内

侍
」
項
目
に
お
い
て
、
右
近
内
侍
の
研
究
史
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
上
で
「
判
然
と

し
な
い
」
と
す
る
。

(

11)

能
因
本
系
本
文
に
お
い
て
も
、
同
じ
箇
所
に
す
べ
て
「
右
近
内
侍
」
と
あ
り
、
異

同
は
確
認
で
き
な
い
。
な
お
能
因
本
系
本
文
は
、
三
条
西
家
旧
蔵
現
学
習
院
大
学
蔵

本
を
底
本
と
す
る
根
来
司
氏
編
著
『
新
校
本
　
枕
草
子
』（
笠
間
書
院
　
平
成
三
年
）

に
よ
る
。

(

12)

萩
谷
朴
氏
『
枕
草
子
解
環
』
二
（
同
朋
舎
出
版
　
昭
和
五
七
年
）
の
当
該
章
段

〔
語
釈
〕
に
「
三
巻
本
に
『
左
近
の
内
侍
』
と
あ
る
の
は
誤
り
、
能
因
本
に
よ
っ
て
改

め
る
。
古
参
の
内
裏
女
房
。
主
上
か
ら
の
お
使
い
で
職
曹
司
の
中
宮
御
所
へ
参
向
し

た
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。
同
じ
く
「
右
近
内
侍
」
が
登
場
す
る
第
二
二
四
段
「
細

殿
に
便
な
き
人
な
む
」
に
お
け
る
三
巻
本
系
本
文
で
は
、
第
二
類
本
の
弥
富
本
・
刈

谷
本
・
内
閣
文
庫
本
が
「
左
近
の
内
侍
」
と
す
る
の
に
対
し
、
陽
明
文
庫
本
な
ど
第

一
類
本
系
と
前
記
三
本
以
外
の
第
二
類
本
は
「
右
近
の
内
侍
」
と
す
る
。
本
稿
も
萩

谷
説
を
支
持
し
て
「
右
近
の
内
侍
」
と
見
る
立
場
を
と
る
。

(
13)

三
田
村
雅
子
氏
は
『
枕
草
子
　
表
現
の
論
理
』（
有
精
堂
　
平
成
七
年
）
所
収
の

「〈
ウ
チ
〉
と
〈
ソ
ト
〉
―
空
間
の
変
容
―
」
に
お
い
て
、
定
子
や
女
房
た
ち
か
ら
顰
蹙

を
買
っ
た
常
陸
の
介
の
行
動
を
右
近
内
侍
に
紹
介
す
る
こ
と
に
ふ
れ
て
「
常
陸
介
を

演
じ
直
す
他
者
の
再
演
」
と
と
ら
え
、「
毒
を
抜
き
取
ら
れ
た
再
演
に
よ
っ
て
、
ウ
チ

な
る
世
界
に
再
び
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。
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本
稿
と
は
論
点
を
異
に
す
る
が
、
清
少
納
言
が
「
そ
の
一
件
を
面
白
お
か
し
く
語
り

直
し
て
右
近
内
侍
に
報
告
し
て
い
る
」
と
み
る
点
と
「
清
少
納
言
の
話
芸
に
よ
る
再

演
の
形
で
、
常
陸
介
の
行
動
は
一
層
光
彩
を
加
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
と
解
釈
す

る
点
は
、
話
題
の
再
構
成
と
対
比
に
よ
る
効
果
と
し
て
通
じ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

ま
た
萩
谷
氏
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
枕
草
子
』
上
の
当
該
章
段
頭
注
で
「
雪

の
山
を
イ
ン
ド
の
雪
山
せ
っ
せ
ん

（
ヒ
マ
ラ
ヤ
）
に
擬
し
、
常
陸
の
す
け

(

マ
マ)

の
行
為
を
、
釈
迦
の

雪
山
苦
行
に
か
け
て
、
同
情
の
意
を
表
し
た
。
こ
の
右
近
内
侍
の
大
袈
裟
な
物
い
い

を
、
中
宮
の
女
房
た
ち
は
『
ま
た
笑
ふ
』
の
で
あ
る
」
と
注
釈
さ
れ
る
。『
大
般
涅
槃

経
』
巻
十
四
に
見
え
る
雪
山
童
子
半
偈
投
身
説
話
を
ふ
ま
え
た
と
見
る
解
釈
で
あ
る
。

当
該
章
段
末
尾
に
は
、
い
よ
い
よ
二
十
日
過
ぎ
に
な
っ
て
雪
山
を
取
り
に
行
か
せ
た

使
い
の
者
が
蓋
だ
け
を
持
ち
帰
っ
て
き
た
法
師
の
様
だ
っ
た
と
し
て
、
こ
の
説
話
を

ふ
ま
え
た
と
見
ら
れ
る
「
身
は
投
げ
つ
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
と

関
わ
ら
せ
て
考
え
れ
ば
、
右
近
内
侍
の
文
言
は
、
雪
山
を
め
ぐ
る
こ
の
後
の
展
開
へ

の
伏
線
と
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

14)

『
後
撰
和
歌
集
』は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
第
一
巻
勅
撰
集
編
（
角
川
書
店
　
昭
和
五

八
年
）
に
よ
る
。『
枕
草
子
』
で
『
後
撰
和
歌
集
』
所
収
歌
を
ふ
ま
え
た
表
現
は
他
に

五
例
確
認
で
き
る
。
第
三
二
段
「
小
白
河
と
い
ふ
所
は
」
で
は
、
当
時
の
三
位
中
将

道
隆
が
「
い
と
直
き
木
を
な
む
押
し
折
り
た
め
る
」
と
発
言
し
、
第
一
一
五
五
番
歌

「
直
き
木
に
曲
が
れ
る
枝
も
あ
る
物
を
毛
を
吹
き
疵
を
言
ふ
が
わ
り
な
さ
」
の
初
句
の

表
現
を
用
い
て
、
中
納
言
義
懐
が
女
車
に
返
事
を
強
い
て
も
た
つ
い
た
様
を
揶
揄
し
、

一
堂
の
笑
い
を
誘
っ
て
い
る
。
他
に
も
第
六
四
段
「
草
の
名
は
」、
第
二
六
三
段
「
関

白
殿
二
月
二
十
一
日
に
」、
第
二
七
七
段
「
成
信
の
中
将
は
」、
第
二
七
八
段
「
常
に

文
お
こ
す
る
人
の
」
に
お
い
て
、
歌
の
一
部
を
引
い
た
表
現
が
『
後
撰
和
歌
集
』
所

収
歌
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
十
分
に
機
能
し
て
い
る
。

(

15)

片
桐
洋
一
氏
著
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
　
増
訂
版
』（
笠
間
書
院
　
平
成
十
一
年
）

に
よ
れ
ば
、「『
古
今
集
』
の
躬
恒
の
歌
「
消
え
は
つ
る
時
し
な
け
れ
ば
越
路
な
る
白

山
の
名
は
雪
に
ぞ
あ
り
け
る
」（
羇
旅
）
の
よ
う
に
、
雪
が
よ
ま
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的

に
多
か
っ
た
。
ま
た
右
の
「
消
え
は
つ
る
時
し
な
け
れ
ば
」
も
そ
う
だ
が
、
そ
の
雪

は
「
あ
ら
玉
の
年
を
わ
た
り
て
あ
る
が
上
に
降
り
積
む
雪
の
絶
え
ぬ
白
山
」（
後
撰

集
・
冬
・
読
人
不
知
）「
白
山
に
降
る
白
雪
の
去
年
こ

ぞ

の
上
に
今
年
も
積
る
恋
も
す
る
か

な
」（
古
今
六
帖
）
な
ど
と
よ
ま
れ
、
年
を
越
し
て
も
消
え
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
い
た
」
と
あ
る
。

(

16)

「
白
山
」
と
い
う
歌
語
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
が
『
古
今
和
歌
六
帖
』
所
収
歌
の
表
現

「
去
年
の
上
に
今
年
も
積
も
る
」（
第
六
九
四
番
歌
）
を
受
け
て
、
雪
山
の
年
越
し
と

新
春
に
降
っ
た
大
雪
へ
と
話
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
効
果
的
な
役
割
を
持
つ
こ
と
に

つ
い
て
は
、
平
成
二
〇
年
九
月
十
三
日
に
奈
良
大
学
で
開
催
さ
れ
た
中
古
文
学
会
関

西
部
会
第
二
〇
回
例
会
で
発
表
し
て
お
り
、
そ
れ
を
ま
と
め
た
別
稿
を
用
意
し
て

い
る
。

(

17)

『
白
氏
文
集
』
は
岡
村
繁
氏
著
の
新
釈
漢
文
大
系
一
一
七
『
白
氏
文
集
』
二
下
（
明
治

書
院
　
平
成
十
九
年
）
に
よ
る
。

(

18)

赤
間
恵
都
子
氏
は
近
著
『
枕
草
子
日
記
的
章
段
の
研
究
』（
三
省
堂
　
平
成
二
一

年
）
所
収
の
「
資
料
　
日
記
的
章
段
の
年
代
考
証
一
覧
」
に
お
い
て
当
該
章
段
を
「
職

曹
司
在
住
時
代
」
の
「
長
徳
三
年
か
四
年
の
秋
」
と
考
証
さ
れ
て
い
る
。

(

19)

萩
谷
朴
氏
校
注
の
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
枕
草
子
』
上
（
新
潮
社
　
昭
和
五
二
年
）

の
頭
注
、
同
氏
『
枕
草
子
解
環
』
二
（
同
朋
舎
出
版
　
昭
和
五
七
年
）
の
当
該
章
段

〔
語
釈
〕、
ま
た
松
尾
聰
氏
・
永
井
和
子
氏
校
注
訳
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕

草
子
』（
小
学
館
　
平
成
九
年
）
の
当
該
章
段
頭
注
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
20)

『
元
輔
集
』
は
、
後
藤
祥
子
氏
著
『
元
輔
集
注
釈
』（
私
家
集
注
釈
叢
刊
６
・
貴
重

本
刊
行
会
　
平
成
十
二
年
第
二
版
）
に
よ
る
。

(

21)
当
該
歌
は
、
第
二
句
を
「
思
ほ
え
む
を
ば
」
と
し
て
後
に
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
三

秋
の
第
一
七
四
番
歌
と
し
て
撰
集
さ
れ
て
い
る
。
詞
書
に
「
円
融
院
御
時
、
八
月
十

五
夜
描
け
る
所
に
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
内
裏
屏
風
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
田
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島
智
子
氏
著
『
屏
風
歌
の
研
究
　
資
料
編
』（
和
泉
書
院
　
平
成
十
九
年
）
に
よ
れ

ば
、
永
祚
二
年
（
九
九
〇
）
六
月
以
前
屏
風
か
と
考
証
さ
れ
て
い
る
。

(

22)
萩
谷
朴
氏
『
枕
草
子
解
環
』
四
（
同
朋
舎
出
版
　
昭
和
五
八
年
）
の
当
該
章
段

〔
語
釈
〕
に
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(

23)

『
義
孝
集
』
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
三
巻
私
家
集
編
Ⅰ
（
角
川
書
店
　
昭
和
六
〇

年
）
に
よ
る
。
な
お
当
該
歌
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
十
八
雑
賀
の
第
一
一
九
一
番
歌

と
し
て
撰
集
さ
れ
て
い
る
。

【
付
記
】

本
稿
は
、
平
成
二
〇
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
研
究
集
会
（
平
成
二
〇
年
十
一
月

二
三
日
　
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
　
Ｂ
251
教
室
）
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
内
容

に
加
筆
し
、
論
文
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
貴
重
な
ご
意
見
と
ご
教
示
を
賜
っ
た

竹
村
信
治
先
生
を
は
じ
め
、
黒
木
香
氏
、
そ
し
て
西
本
寮
子
氏
に
謹
ん
で
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

―
ふ
る
せ
・
ま
さ
よ
し
、
安
田
女
子
大
学
准
教
授
―
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国
文
学
攷
投
稿
規
定

一
、
本
誌
は
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
の
機
関
誌
と
し
て
、
学
会
員
か
ら
の
投
稿
を

常
時
募
集
し
ま
す
。

一
、
投
稿
論
文
の
採
否
は
、
当
学
会
役
員
よ
り
選
出
さ
れ
た
編
集
委
員
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
編
集
委
員
会
で
決
定
し
ま
す
。

一
、
採
否
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
に
は
一
切
応
じ
ま
せ
ん
。

一
、
投
稿
論
文
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
四
十
枚
以
内
を
原
則
と
し
ま
す
。

一
、
投
稿
論
文
の
末
尾
に
氏
名
の
ふ
り
が
な
・
所
属
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

一
、
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
で
の
投
稿
の
際
に
は
、
縦
書
き
の
場
合
は
30
字
×
21
行
、
横
書

き
の
場
合
は
40
字
×
35
行
の
書
式
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

一
、
編
集
の
都
合
上
、
な
る
べ
く
フ
ロ
ッ
ピ
ー
で
の
投
稿
を
お
願
い
し
ま
す
。
そ
の

際
、
使
用
の
機
種
・
ソ
フ
ト
名
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
必
ず
プ
リ
ン

ト
ア
ウ
ト
し
た
原
稿
の
同
封
を
お
願
い
し
ま
す
。

一
、
論
文
掲
載
の
場
合
、
本
誌
三
部
と
抜
き
刷
り
三
十
部
を
贈
呈
し
ま
す
。
余
分
に

必
要
な
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
お
申
し
出
が
あ
れ
ば
、
実
費
で
お
頒
ち
し
ま
す
。

一
、
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
の
著
作
権
は
、
著
者
に
帰
属
し
ま
す
。
た
だ
し
、

当
学
会
は
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
を
電
子
化
し
、
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
ま
す
。

一
、
投
稿
論
文
の
送
り
先
〒
七
三
九
ー
八
五
二
二

東
広
島
市
鏡
山
一
ー
二
ー
三

広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
内

広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
事
務
局




